
な
に
わ
特
産
物
食
文
化
研
究
会
編
著

を
は
あ
覺
腱
‐の―徳
鶉
腑
炊







野
菜
の
良
さ
、
特
徴
を
積
極
的
に
発
信
す
る
た
め
に
は
、
も
う

一
度
大
阪
の
伝
統
野
菜
を
見
直
し
、
近
世
期
当
時
、

そ
の
栽
培

・
生
産
、
取
引

・
流
通
、
加
工

・
料
理
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
消
費

・
健
康
な
ど
に
ど
の
よ
う

に
活
か
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
全
国
に
発
信
さ
れ
て
伝
播
さ
れ
て
い
た
か
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
す
。

物
財
の
集
散
都
市
大
坂

前
述
の
よ
う
に
、
近
世
初
期
以
降
、
大
阪
は
米

・
綿

・
菜
種
を
は
じ
め
と
し
て
諸
物
財
の
集
散
地
で
あ
り
、
ま

だ
十
分
な
生
活
物
資
や
酒
な
ど
の
特
産
物
が
集
ま
ら
な
い
江
戸
へ
の
中
継
供
給
基
地
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
大
坂
三
郷
に
は
、
近
国
の
摂
河
泉
の
三
国
、
さ
ら
に
は
京
都
府
南
部
の
山
城
国
や
大
和
国
か
ら
も
多
く
の
生

活
資
材
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
同
時
に
、
遠
国
か
ら
も
米
に
限
ら
ず
、
昆
布
や
化
粧
用
の
紅
ま
で
輸
送
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
当
然
青
物

（栽
培
さ
れ
た
疏
菜
と
採
取
さ
れ
た
食
物
）
や
果
物
や
種
子
も
あ
り
ま
し
た
。

特
に
、
大
坂
町
場
の
南
隣
の
木
津

・
難
波
地
域
は
畑
場
八
カ
村
と
い
わ
れ
、
他
国
の
青
物
も
同
化
さ
せ
て
、
多
様

で
大
量
の
野
菜
を
高
度
な
栽
培
方
法
で
生
産
し
供
給
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
逆
に
、
カ
ン
ピ
ョ
ウ

（千
瓢
）
や
守

ロ
ダ
イ
コ
ン
の
よ
う
に
生
産
が
他
国
に
移
動
し
て
い
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
大
坂
町
場
の
拡
大
と
と
も
に
、
野
菜
の
生
産
地
は
摂
津
、
河
内
の
外
部
周
辺

農
村
に
ひ
ろ
が
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
和
泉
、
大
和
、
紀
州
、
近
江
へ
と
特
産
地
が
拡
大
し
て
行
き
ま
す
。
同
時

に
全
国
各
地
に
特
産
地
が
作
ら
れ
、
大
坂
の
求
心
力
が
弱
く
な
る

一
方
、
江
戸
の
政
治
、
経
済
な
ど
の
諸
力
が
決

定
的
に
な
っ
て
い
き
、
全
国
の
物
財
が
直
接
江
戸
に
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
大
阪
の
歴
史
的
動
向
と
背
景
の
な
か
で
、
大
阪
の
伝
統
野
菜
が
栽
培

・
生
産
か
ら
取
引

・
流
通
、

料
理

・
消
費
ま
で
含
め
た
日
本
の
野
菜
文
化
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
を
考
え
る
と
と
も
に
、
最

近
注
目
さ
れ
て
い
る

「大
阪
学
」
の
拡
大
と
深
化
に
貢
献
し
た
い
と
い
う
狙
い
を
も
っ
て
い
ま
す
。

一
一　
大
阪
の
伝
統
野
菜
と
は
な
に
か

大
阪
の
伝
統
野
菜
の
定
義

こ
こ
で
、
大
阪
の
伝
統
野
菜
と
は
な
に
か
を
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は

「近
世
期
以
降
の
な
に
わ
大
阪
の

歴
史
と
、
淀
川
や
大
和
川
な
ど
の
河
川
や
豊
か
な
瀬
戸
内
海
に
開
け
た
商
産
業
都
市
大
坂
を
中
心
と
す
る
摂
河
泉

の
地
域
風
土
や
、
全
国
と
の
交
流
に
よ
っ
て
創
ら
れ
栽
培
さ
れ
改
良
さ
れ
、
そ
の
形
状
や
風
味
や
食
味
に
特
徴
が

あ
り
、
本
来
の

『な
に
わ
料
理
』
の
素
材
や
料
理
方
法
に
必
須
の
野
菜

貧
山種
や
系
統
と

を
い
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
次
の
野
菜
を
指
し
ま
す
。

一　
近
世
か
ら
明
治
末
期
ま
で
に
導
入
さ
れ
、
栽
培
さ
れ
て
い
る
経
歴
を
も
つ
も
の

一
一　
大
阪
府
内

（摂
津
の
一
部
、
河
内
、
和
泉
）
を
対
象
と
す
る
が
、
近
世
大
坂
は
生
活
物
資
の
集
散
地
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
五
畿
内
産

（摂
河
泉
に
大
和
、
山
城
の
国
）
野
菜
を
参
考
に
す
る

〓
一　
す
で
に
大
阪
府
内
で
絶
滅
し
た
り
、
栽
培
さ
れ
て
い
な
い
野
菜
も
対
象
と
す
る

四
　
本
来
大
阪
産
野
菜
で
あ
る
が
、
府
外
に
産
地
移
動
し
て
し
ま
っ
た
野
菜
も
重
視
す
る
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大
坂
城
落
城
後
、
家
康
の
命
に
よ
り
松
平
忠
明
が
も

っ
ぱ
ら
大
坂
町
場
の
復
興
に
取
り
組
み
ま
す
。
そ
の
中
心

は
船
場
の
整
備
で
あ
り
、
伏
見
商
人
の
強
制
移
住
や
堺
商
人
の
流
入
に
よ
り
、
商
業
お
よ
び
職
人
の
都
市
と
し
て

の
体
制
が
で
き
上
が
り
ま
す
。
当
時
の
大
坂
と
は

「大
坂
三
郷
」
を
い
い
ま
す
が
、　
一
は
、
こ
の
都
市
大
坂
の
再

建
時
お
よ
び
そ
れ
以
降
、
つ
ま
り

一
七
世
紀
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
野
菜
を
指
し
て
い
ま
す
。
二
の
現
在
の
大
阪
府

域
は
摂
津
の
国
七
郡

（偲
乱
、
藩
ぽ
ヽ
酎
齢
ヽ
晟
Ｅ
ヽ
晟
ｐ
ヽ
獣
晟
ヽ
わ
勢せ
）
と
河
内
、
和
泉
の
二
国
全
部
を
指
し
ま

す
。
近
世
期
当
時
、
大
坂
三
郷
の
周
辺
農
村
で
は
米
、
綿
、
菜
種
な
ど
の
農
業
生
産
が
中
心
で
、
す
で
に
商
業
的

農
業
段
階
に
入
っ
て
お
り
、
全
国
的
に
み
て
も
最
高
の
生
産
力
水
準
に
あ
り
ま
し
た
。
後
で
詳
し
く
み
ま
す
が
、

野
菜
も
難
波
、
木
津
を
含
む
畑
場
八
カ
村
で
多
種
大
量
に
生
産
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、
近
世
中
後
期
に
は
河
内
や

ｗ
和
泉
で
も
肛
域
の
風
土
的
特
徴
を
活
か
し
た
特
産
野
菜
が
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
野
菜

が
現
在
ま
で
三
、
四
百
年
に
わ
た
つ
て
綿
々
と
栽
培
さ
れ
販
売
さ
れ
続
け
、
大
阪
料
理
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
伝
統
野
菜
と
し
て
注
目
さ
れ
る
価
値
が
あ
る
の
で
す
。
つ
ぎ
に
三
に
つ
い
て
い

え
ば
、
た
と
え
ば
近
世
初
期
に
淀
川
べ
り
の
毛
馬
村
原
産
の

「毛
馬
き
ゅ
う
り
」
は
細
長
く
、
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
し

た
歯
ざ
わ
り
が
よ
く
、
初
夏
の
風
味
が
す
る
と
し
て
有
名
で
し
た
が
、
大
阪
町
場
の
拡
張
に
よ
り
絶
滅
し
た
と
思

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
そ
の
原
種
の
種
が
見
つ
か
り
、
。大
阪
府
立
農
林
技
術
セ
ン
タ
ー
で
試
験
栽

培
と
普
及
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
も
大
阪
の
伝
統
野
菜
と
し
て
取
り
上
げ
ま
す
。
ま
た
四
の
事
例
と
し
て

は
、
カ
ン
ピ
ョ
ウ

（干
瓢
）
や
守
ロ
ダ
イ
コ
ン
は
大
阪
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
す
で
に
関
東
や
愛
知
に
主
産

地
が
移
動
し
て
い
ま
す
。
そ
の
経
過
は
面
白
い
物
語
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
別
に
紹
介
す
る
と
し
て
、
こ
れ
ら

の
野
菜
も
大
阪
の
伝
統
野
菜
の
対
象
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。



次
世
代
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
伝
達
義
務

本
項
の
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
阪
の
伝
統
野
菜
も
例
外
で
は
な
く
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
農
産
物
や
食

品
な
の
で
す
。
大
量
生
産
、
大
量
輸
入
そ
し
て
大
量
流
通
の
野
菜
に
押
さ
れ
て
、　
一
般
に
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。　
一
部
の
生
産
農
家
は
別
に
し
て
、
大
阪
の
人
た
ち
も
大
阪
の
伝
統
野
菜
を
家
庭
で
食
べ
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
大
阪
の
伝
統
あ
る
農
産
物
や
食
文
化
を
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
へ
伝
達
す

る
こ
と
は
、
各
家
庭
生
活
で
は
す
で
に
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し

ょ
う
か
。
大
阪
市
東
住
吉
区
の
田
辺
地
区
周
辺
で
、
昭
和
二
十
年
代
半
ば
ま
で

「
田
辺
ダ
イ
コ
ン
」
が
地
域

一
円

で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
と
都
市
化
に
よ
り
、
今
は
幻
の
ダ
イ
コ
ン
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
こ
の

「
田
辺
ダ
イ
コ
ン
」
の
復
活
を
目
指
し
て
、
平
成
十
二
年
地
元
の
小
学
校
の
児
童
が
大
阪
府

立
農
林
技
術
セ
ン
タ
ー
の
森
下
工
博

（本
書
執
筆
者
の
ひ
と
り
）
の
指
導
の
も
と
に
菜
園
に
種
ま
き
を
し
ま
し
た
。

十
二
月
に
は
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く
収
穫
し
て
い
る
写
真
や
地
域
住
民
も
参
加
し
て
、
「
田
辺
大
根
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
が
開
か
れ
た
こ
と
が
新
聞
に
載

っ
て
い
ま
し
た
。
「
田
辺
ダ
イ
コ
ン
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
近
世
初

期
か
ら
阿
倍
野
区
周
辺
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
有
名
な

「天
王
寺
カ
ブ
ラ

（カ
プ
と
、
都
島
区
の
淀
川
べ
り
原
産
の

「毛
馬
キ
ュ
ウ
リ
」
、
西
成
区
玉
出
地
域
で
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
た

「勝
間
ナ
ン
キ
ン

（カ
ボ
チ
ャ
こ

も
、
地
域
活

動
と
し
て
同
様
な
動
き
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
地
域
活
性
化
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
も

っ
と
重
要
な
こ
と
は
次
世
代
の
子
ど
も
た
ち
に
、
実
際
に
手
を
取
っ
て
栽
培
か
ら
料
理
ま
で
を
体
験
さ
せ
、
こ
れ

ら
の
食
文
化
を
正
し
く
伝
達

・
継
承
す
る
こ
と
な
の
で
す
。


